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行
政
指
導
の
法
的
根
拠
（
三
・
完
）

二二
一

四五

は
じ
め
に

我
国
学
説
判
例
上
の
展
開
（
以
上
、
二
九
巻
四
号
）

ド
イ
ツ
学
説
判
例
上
の
展
開
（
以
上
、
三
〇
巻
二
号
）

理
論
的
検
討

お
わ
り
に
　
（
以
上
、
本
号
）

四
　
理
論
的
検
討

松
　
戸

浩

こ
れ
迄
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
於
て
は
、
公
表
・
警
告
等
の
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
」
に
就
い
て
、
こ
れ
ら
が
基

本
権
へ
の
侵
害
を
伴
う
場
合
で
も
基
本
法
上
の
任
務
を
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
学
説
の
多

く
は
必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
い
も
の
の
、
侵
害
作
用
を
伴
わ
な
い
公
表
・
警
告
等
に
就
い
て
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
基
本
法
乃
至
法
律

上
の
任
務
規
定
を
挙
げ
る
論
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
ま
た
我
国
に
於
て
は
、
行
政
指
導
に
対
し
法
律
の
根
拠
は
一
般
的
に
は
求
め

ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
判
例
上
特
に
行
政
指
導
の
法
的
根
拠
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
各
省
設
置
法
の
所
掌
事
務
規
定
が

援
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
以
下
に
於
て
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
乃
至
行
政
指
導
の
法
的
根
拠
と
し
て
任
務
規
定
・
所
掌
事

務
規
定
を
挙
げ
る
こ
と
の
理
論
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
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一
周
知
の
よ
う
に
法
律
の
留
保
論
に
於
て
は
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
法
律
の
根
拠
と
し
て
は
、
行
政
機
関
に
そ
れ
が
属
す
る
行
政
主

体
の
事
務
を
配
分
す
る
組
織
規
範
で
は
足
り
ず
、
或
る
行
為
を
す
る
為
の
権
限
を
与
え
る
個
別
の
根
拠
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

明
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
組
織
規
範
（
責
務
規
範
）
か
ら
権
限
を
導
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
警
告
の
一

部
に
侵
害
性
を
認
め
る
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
説
明
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
の
領
域
で
も
踏
襲
さ
れ
、
侵
害
性
を
伴
う

警
告
に
就
い
て
は
管
轄
規
範
（
N
u
s
t
旨
d
i
賢
e
i
t
s
n
O
コ
且
乃
至
責
務
配
分
規
範
と
は
別
の
権
限
規
範
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
多
く
み

（3）

ら
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
管
轄
規
範
・
責
務
配
分
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
及
び
夫
々
の
規

範
が
持
つ
意
義
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
先
ず
こ
の
点
に
就
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
管
轄
規
範
・
責
務
配
分
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
及
び
夫
々
の
規
範
が
持
つ
意
義
に
就
い
て
は
こ
れ
迄
も
屡
々
説
明
が
な
さ

れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
就
い
て
詳
細
な
検
討
を
し
た
論
者
と
し
て
ド
イ
ツ
で
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
F
・

マ
イ
ヤ
ー
と
F
・
W
・
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。
日
独
共
に
、
組
織
規
範
（
管
轄
規
範
・
責
務
配
分
規
範
）
と
根
拠
規
範
（
権
限
規
範
）

と
の
区
別
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
一
般
的
に
は
そ
こ
で
は
、
法
律
の
留
保
原
則
と
の
関
係
か
ら
根
拠
規
範
乃
至
権
限
規
範
の
意
義
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
マ
イ
ヤ
ー
と
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
前
者
の
固
有
の
意
義
に
も
十
分
に
意
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

問
題
に
対
し
て
個
性
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
両
者
の
所
説
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（4）

先
ず
、
既
に
我
国
で
も
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
F
・
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
点
に
関
す
る
所
説
は
、
次
の
通
り
の
も
の
で
あ
る
。

（
a
）
　
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
責
務
規
範
（
A
u
厨
a
b
c
冒
○
且
は
行
政
活
動
の
根
拠
で
は
な
く
そ
の
前
提
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
点
で
権
限

規
範
と
区
別
さ
れ
る
。
責
務
規
範
は
、
そ
の
範
囲
内
で
特
定
の
行
政
が
、
別
の
法
規
範
（
権
限
規
範
）
　
に
基
づ
い
て
展
開
し
う
る
と
こ
ろ

の
枠
の
み
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
マ
イ
ヤ
ー
の
か
か
る
説
明
は
、
行
政
は
権
限
規
範
が
な
け
れ
ば
活
動
出
来
な
い
と
い
う
意
味

で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
右
の
責
務
規
範
に
よ
る
行
政
の
活
動
領
域
の
限
界
づ
け
は
自
由
に
形
成
さ
れ
る
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行
政
に
対
す
る
限
界
を
劃
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
権
限
や
裁
量
限
界
に
よ
る
拘
束
の
な
い
領
域
に
於
て
、
行
政
に
対
し
最
終
的
且
つ

決
定
的
な
拘
束
力
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
営
業
監
督
官
庁
が
畜
産
家
に
対
す
る
助
成
措
置
を
と
り
え
な
い
こ
と
や
、
市
の
警
察
官
庁
に

市
の
活
動
の
決
算
を
委
ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
特
別
な
法
的
根
拠
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
該
官

（5）

庁
の
責
務
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
権
限
規
範
の
カ
タ
ロ
グ
は
活
動
可
能
性
を
限
定
列
挙
⊥
た
も
の
で
は
な
く
、
権

限
規
範
は
活
動
の
正
当
化
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
警
察
官
吏
は
責
務
の
履
行
の
為
に
、
市
民
に
属
す
る
の
と
同
様
の
権
利

（
完
b
C
h
凸
を
持
ち
、
こ
の
権
利
の
射
程
外
で
、
右
の
権
限
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
権
限
は
、
非
警
察
官
吏
に
は
禁
じ
ら
れ
る
が
警
察

（6）

官
吏
に
は
〓
正
の
要
件
の
下
で
認
め
ら
れ
る
領
域
の
認
容
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
、
責
務
規
範
は
行
政

活
動
の
外
枠
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
一
方
で
、
権
限
規
範
は
そ
の
内
の
一
部
の
行
政
活
動
に
就
い
て
こ
れ
を
正
当
化
す
る
機
能
を
果
た

（7）

す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
権
限
規
範
を
離
れ
た
行
政
活
動
も
責
務
規
範
の
枠
内
で
認
容
さ
れ
て
．
い
る
。

尤
も
こ
こ
で
は
責
務
規
範
は
行
政
活
動
の
法
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
抑
々
行
政
は
活
動
の
自
由

（8）

を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
私
人
が
有
す
る
権
利
は
官
吏
も
同
様
に
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か

（9）

ら
す
れ
ば
、
マ
イ
ヤ
ー
に
於
け
る
責
務
規
範
を
行
政
活
動
に
対
す
る
枠
規
範
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
他
方
で
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
、
右
に
挙
げ
た
畜
産
家
に
対
す
る
助
成
活
動
や
決
算
等
、
或
る
行
政
機
関
が
特
定

の
行
政
活
動
を
な
し
う
る
か
否
か
は
、
常
に
　
（
権
限
規
範
を
要
求
さ
れ
な
い
場
合
も
含
め
て
）
責
務
規
範
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
点
を
捉
え
て
責
務
規
範
に
よ
る
根
拠
づ
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
責
務
規
範
は
、
行
政
活
動
に
対
す
る
枠
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
に
留
ま
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
b
）
　
マ
イ
ヤ
ー
に
於
け
る
責
務
規
範
の
理
解
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
基
本
的
に
は
マ

イ
ヤ
ー
の
所
説
の
延
長
に
立
ち
つ
つ
も
、
行
政
活
動
に
対
す
る
責
務
規
範
の
位
置
づ
け
を
よ
り
積
極
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
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即
ち
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
は
、
警
察
法
の
領
域
に
於
け
る
責
務
配
分
規
範
の
歴
史
的
展
開
を
検
討
し
、
そ
こ
で
は
従
来
責
務
配
分
規
範
と
さ
れ

（10）

私
人
の
利
益
の
為
に
活
動
を
限
界
づ
け
る
意
義
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
福
一
七
章
一
〇
条
が
個
人
権
の

視
点
の
伸
長
と
共
に
基
本
権
に
よ
る
活
動
制
限
を
除
去
し
侵
害
権
限
を
導
出
す
る
権
限
規
範
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
責
務
配
分
と
い
う
固

有
の
機
能
が
等
閑
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
責
務
配
分
と
侵
害
権
限
の
分
離
は
前
者
の
意
義
を
視
野
の
外
に
置
く
結
果
と
な
っ

た
と
述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
理
由
は
、
侵
害
行
政
の
領
域
で
は
防
御
乃
至
個
人
権
が
問
題
と
さ
れ
規
範
の
名
宛
人
た
る
行
政
の
地
位

が
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
責
務
配
分
規
範
の
名
宛
人
は
行
政
活
動
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
制
限
さ

れ
う
る
個
人
で
は
な
く
専
ら
行
政
で
あ
る
と
こ
ろ
、
責
務
配
分
の
意
義
と
目
的
は
こ
の
点
か
ら
測
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
人
の
保
護
は

権
限
規
範
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
立
法
者
に
よ
る
〓
疋
の
国
家
機
能
の
配
分
の
目
的
は
、
国
家
機
関
が
自
己
に

配
分
さ
れ
た
責
務
を
遂
行
す
る
こ
と
乃
至
そ
の
枠
の
中
で
活
動
す
る
こ
と
に
あ
り
、
責
務
配
分
規
範
は
行
政
に
対
す
る
立
法
者
の
活
動
委

（〓、

任
を
含
む
と
さ
れ
る
。
而
し
て
彼
に
よ
れ
ば
責
務
規
範
の
機
能
は
、
そ
の
中
で
行
政
が
活
動
す
る
領
域
を
開
く
こ
と
、
非
侵
害
措
置
に
根

（12）

拠
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
」
は
、
権
限
規
範
と
区
別
さ
れ
た
責
務
配
分
規
範
に
固
有
の
意
義
と
し
て
、
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配

（13）

分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
要
務
規
範
は
行
政
の
活
動
義
務
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
彼
の
主
張
の
論
拠

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
責
務
規
範
の
行
政

活
動
に
対
す
る
根
拠
づ
け
の
機
能
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（
2
）
　
（
a
）
以
上
の
よ
う
に
、
マ
イ
ヤ
ー
や
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
、
責
務
規
範
は
行
政
活
動
に
対
す
る
枠
規
範
と
し
て
の
性

（14）

格
を
有
す
る
に
留
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
か
か
る
責
務
規
範
の
理
解
は
、
我
国
に
於
て
権
限
規
範
至
根

拠
規
範
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
責
務
規
範
乃
至
組
織
規
範
の
説
明
が
な
さ
れ
る
際
に
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
寧
ろ
両
規
範



荊船影に拠根的法の導指政行I
J

C
J

（15）

に
就
い
て
は
専
ら
そ
の
枠
規
範
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
責
務
規
範
を
は
じ
め
と
す
る
組
紋
規
範

は
、
行
政
組
織
内
部
に
於
い
て
行
政
組
織
の
或
る
一
部
分
（
行
政
機
関
）
が
如
何
な
る
こ
と
を
行
な
い
う
る
か
を
定
め
る
、
行
政
機
関
の

（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

行
為
規
範
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
て
き
た
。
凡
そ
行
政
機
関
は
権
限
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
て
活
動
し
う
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
組
織
規

範
は
そ
の
活
動
の
法
的
根
拠
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
法
律
の
留
保
原
則
と
の
関
係
で
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
根
拠
規
範
は
組
織
規
範
で

は
な
い
と
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
「
行
政
機
関
（
行
政
主
体
）
が
、
私
人
の
権
利
な
い
し
法
的
利
益
に
、
果
た
し
て
ま
た
ど
こ
ま
で

（18）

介
入
し
得
る
か
を
定
め
る
」
行
政
作
用
法
上
の
関
心
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
組
織
規
範
と
は
別
に
根
拠
規
範
が
要
求
さ
れ
る

理
由
と
し
て
は
、
行
政
に
よ
る
侵
害
行
為
等
法
律
の
留
保
の
対
象
と
さ
れ
る
活
動
を
行
政
の
裁
量
に
委
ね
ず
、
こ
れ
に
就
い
て
、
直
接
に

（19）

民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
立
法
者
の
予
め
の
判
断
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
や
、
官
庁
に
よ
る
侵
害
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
を
私
人
に
予

（20）

見
可
能
な
も
の
と
す
る
な
ど
個
人
の
権
利
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
根
拠
規
範
が
要
求
さ
れ
る
理
由
が
こ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
理
由
の
欠
如
の
故
に
根
拠
規
範
の
要
求
さ
れ
な
い
行
政
活
動
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
組
織
規
範
が

行
政
活
動
の
前
提
と
な
る
の
は
か
か
る
法
治
主
義
的
民
主
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
て
の
行
政
活
動
に
就
い
て
妥
当
す
る
こ
と

で
あ
る
。
法
律
の
留
保
原
則
と
の
関
係
で
根
拠
規
範
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
私
人
の
側
か
ら
み
た
、
自
己
に
対
す
る
行
政
活
動
が
な
さ
れ

る
場
合
の
条
件
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
の
側
か
ら
み
た
、
活
動
を
行
な
う
為
の
条
件
の
全
て
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
組
織
規
範
は
後
者
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

】
確円

行
政
組
践
法
は
「
行
政
機
関
の
設
置
・
廃
止
、
名
称
、
構
成
、
権
限
等
に
関
す
る
定
め
」
等
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
か
か

る
定
義
は
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
政
機
関
は
「
行
政
主
体
の
事
務
を
担
任
さ
せ
て
行
政
主
体
の
た
め
に
活
動
さ
せ
る
目
的

（22）

で
設
け
ら
れ
」
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
行
政
機
関
の
設
置
は
そ
れ
自
体
が
最
終
的
な
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
設
置
さ
れ
た
行
政
機

関
が
そ
の
属
す
る
行
政
主
体
の
為
に
活
動
す
べ
き
こ
と
が
併
せ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
先
に
み
た
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
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所
説
は
こ
れ
を
明
示
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
組
織
規
範
（
責
務
規
範
）
　
に
行
政
機
関
へ
の
活
動
の
委
任
が
含
意
さ
れ

（23）

て
い
る
と
述
べ
る
論
者
は
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
に
留
ま
ら
ず
、
他
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
b
）
　
こ
の
よ
う
に
組
織
規
範
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
行
政
指
導
と
法
の
．
拘
束
と
の
関
係
に
関
し
て
こ
れ
迄
屡
々
な
さ
れ
て
き
た
、
組
織

規
範
は
行
政
指
導
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
行
政
指
導
の
限
界
を
画
す
る
外
枠
で
あ
る
と
の
説
明
は
、
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
た
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
各
省
設
置
法
の
所
掌
事
務
規
定
は
、
行
政
機
関
の
行
政
指
導
を
含
め
た
諸
活
動

の
な
し
う
る
範
囲
を
定
め
て
い
る
点
で
は
そ
の
「
限
界
」
を
定
め
て
い
る
も
の
と
い
え
る
が
、
或
る
行
政
機
関
が
自
己
に
配
分
さ
れ
た
責

務
の
遂
行
の
為
に
行
政
指
導
を
行
な
い
う
る
の
は
、
か
か
る
責
務
を
当
該
行
政
機
関
に
配
分
し
た
規
範
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
迄
組
織
規
範
が
単
な
る
枠
規
範
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
の
は
、
先
に
も
み
た
作
用
法
的
観
点
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
、
作
用
法
に
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
法
律
の
留
保
原
則
は
先
に
み
た
理
由
か
ら
組
織
規
範
と
根
拠
規
範
を
区
別
し
侵

害
行
為
等
法
律
の
留
保
の
対
象
と
さ
れ
る
活
動
の
根
拠
と
し
て
前
者
を
排
除
し
後
者
を
強
調
す
る
結
果
、
組
織
規
範
は
関
心
の
外
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
法
律
の
留
保
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
行
政
活
動
に
就
い
て
は
組
織
規
範
と
は
別
の
根
拠
規
範
を
そ
の
根

拠
と
す
る
こ
と
に
第
一
の
関
心
が
抱
か
れ
て
い
る
か
ら
、
組
織
規
範
を
行
政
活
動
の
前
提
と
し
て
捉
え
る
考
は
排
除
さ
れ
、
根
拠
規
範
に

よ
っ
て
既
に
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
行
政
活
動
に
就
い
て
、
規
制
規
範
等
と
同
様
に
こ
れ
を
制
約
す
る
要
素
と
し
て
把
超
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
組
織
規
範
が
行
政
活
動
に
対
す
る
「
枠
」
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
他
方
で
法
律
の
留
保
の
妥

当
し
な
い
領
域
に
於
て
は
、
右
の
よ
う
な
、
組
織
規
範
と
区
別
さ
れ
た
根
拠
規
範
に
対
す
る
要
求
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律

の
留
保
原
則
の
妥
当
す
る
場
合
と
異
な
り
、
組
織
規
範
を
枠
規
範
と
性
格
づ
け
る
必
要
性
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
迄
我
国
に
於
て
は
行
政

指
導
に
就
い
て
、
行
政
指
導
は
法
律
の
根
拠
を
必
要
と
せ
ず
、
各
省
設
置
法
等
の
組
織
法
は
行
政
指
導
を
な
し
う
る
範
囲
を
定
め
る
も
の

と
い
う
説
明
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
法
律
の
留
保
原
則
の
対
象
領
域
に
於
て
な
さ
れ
て
き
た
組
織
規
範
と
権
限
規
範
と



荊船影に拠根的法の導指政行l
り
J

一
一
〇

の
関
係
に
係
る
説
明
が
、
通
説
に
よ
れ
ば
法
律
の
留
保
原
則
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
行
政
指
導
に
対
し
て
そ
の
ま
ま
通
用
さ
れ
て
い
る

も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
法
律
の
留
保
の
対
象
外
の
活
動
に
就
い
て
そ
の
対
象
内
の
場
合
と
同
株
の
枠
組
の
説
明
を
す
る
こ
と
は
、
私

人
に
対
す
る
行
政
活
動
が
な
さ
れ
る
場
合
の
条
件
に
関
わ
る
定
式
が
、
行
政
機
関
が
活
動
を
行
な
う
為
の
条
件
一
般
に
係
る
説
明
に
混
入

す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
右
の
我
国
に
於
て
一
般
的
に
な
さ
れ
て
い
る
行
政
指
導
の
法
的
根
拠
に
係
る
説

明
は
、
組
織
規
範
の
行
政
機
関
に
対
す
る
活
動
委
任
の
要
素
を
閑
却
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
C
）
　
こ
の
点
前
述
の
よ
う
に
我
国
同
様
組
織
規
範
と
根
拠
規
範
と
を
峻
別
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
に
あ
っ
て
は
、
両
規
範
の
関
係
を
論

じ
る
場
合
に
も
、
我
国
と
は
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
行
政
機
関
が
或
る
行
政
活
動
を
な
し
う
る
か
否
か
を
判

断
す
る
際
に
は
、
第
一
に
は
そ
れ
が
責
務
規
範
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
活
動
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
、
第
二
に
、
こ
れ
に
よ
り
許
容
さ

れ
た
活
動
で
あ
っ
て
も
法
律
の
留
保
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
活
動
に
就
い
て
は
責
務
規
範
と
は
別
の
根
拠
規
範
が
存
在
す
る
か
と
い
う
審

（24）

査
を
経
る
も
の
と
す
る
説
明
が
少
な
か
ら
ず
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
責
務
規
範
が
責
務
を
創
設
配
分
す
る
一
方
で
、
権
限
規
範
は
個
別

（25）

の
場
合
に
於
け
る
そ
の
行
使
の
態
様
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
で
も
責
務
規
範
は
行
政
活
動
の

外
枠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
我
国
に
於
け
る
組
織
規
範
と
根
拠
規
範
と
の
関
係
に
就
い
て
の
説
明
と
比
べ
、
責
務
規
範
乃
至
組
織
規

範
の
意
義
を
よ
り
重
視
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
d
）
な
お
組
織
規
範
は
必
ず
し
も
法
律
の
形
式
を
取
る
訳
で
は
な
く
、
例
え
ば
以
前
我
国
で
は
各
省
官
制
通
則
以
下
勅
令
等
の
法
形

式
が
取
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
行
政
府
の
側
で
任
意
に
こ
れ
と
異
な
る
定
め
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
活
動
に
対
す
る
枠
と

（26）

し
て
の
機
能
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
と
な
る
。

二
　
組
織
規
範
た
る
責
務
規
範
と
根
拠
規
範
た
る
権
限
規
範
と
の
区
別
は
、
日
独
共
に
警
察
法
の
領
域
で
最
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
先

に
挙
げ
た
マ
イ
ヤ
ー
、
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
も
警
察
法
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
警
告
・
推
奨
が
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危
険
防
御
の
為
に
用
い
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
主
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
為
、
警
告
・
推
奨
を
論
じ
る
際
に
も
警
察
法
の
発
想
が
基
礎
と
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
警
察
法
の
分
野
に
於
け
る
両
規
範
の
区
別
に
関
す
る
議
論
を
も
み
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
区
別

の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
　
（
a
）
　
ド
イ
ツ
に
於
て
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
が
特
に
警
察
法
の
領
域
で
論
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
既
に
我
国
で
も
紹
介

（27）

さ
れ
て
い
も
よ
う
に
、
警
察
活
動
に
対
し
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
福
一
七
草
一
〇
条
の
概
括
的
授
権
や
慣
習
法
的
授
権
を
許
容

（謁）

し
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
と
、
か
か
る
原
則
は
全
ド
イ
ツ
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
ま
た
憲
法
・
基
本
法
の
採
用
し
た
法
治
国
原

理
と
背
反
す
る
と
し
て
、
権
力
的
警
察
活
動
に
は
常
に
個
別
的
な
法
律
の
授
権
が
要
求
さ
れ
る
と
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
（
の
多
数
説
）

へ
2
9
〓
3
0
）

と
の
対
立
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
で
は
公
共
の
安
寧
等
を
確
保
す
る
為
の
警
察
作
用
の
必
要
性
や
自
然
法
思
想
等
を

根
拠
と
し
て
、
警
察
作
用
に
就
い
て
は
独
自
の
授
権
原
則
が
容
認
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
、
前
述
の
よ
う
に
責
務
規
範

と
権
限
規
範
と
の
峻
別
を
強
調
し
た
マ
イ
ヤ
ー
の
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
イ
エ
ル
ン
で
は
警
察
権
の
限
界
は
、
警
察
の
責
務
領
域
の
枠
内
に
あ
る
警
察
の
侵
害
可
能
性
を
立
法
者
が
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
引
か
れ
る
。

そ
れ
と
共
に
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
に
於
て
は
、
責
務
の
劉
定
は
そ
の
意
義
を
失
う
。
何
故
な
ら
、
バ
イ
エ
ル
ン
法
に
於
て
は
警
察
権
に
制
限
を
置

く
の
は
警
察
の
責
務
の
範
囲
で
は
な
く
、
個
別
法
で
規
定
さ
れ
た
警
察
権
限
だ
か
ら
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
警
察
の
権
力
の
剥
奪
に
対
す
る
法
治

国
的
要
求
を
、
権
限
カ
タ
ロ
グ
を
通
じ
て
顧
慮
す
る
。
特
別
な
法
規
範
を
基
礎
と
し
て
の
み
、
バ
イ
エ
ル
ン
市
民
の
自
由
と
権
利
は
侵
害
さ
れ
う

る
。
こ
れ
は
立
法
の
み
が
な
し
う
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
て
は
こ
れ
と
異
な
る
。
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
に
よ
っ
て
警
察
に
留
め
ら
れ
た
権
力
領

域
に
於
て
、
警
察
を
一
定
の
権
限
に
結
び
付
け
る
こ
と
で
更
に
限
界
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寧
ろ
警
察
の
責
務
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
か
ら
法
的
権
限
が
帰
結
さ
れ
る
。
従
っ
て
責
務
と
手
段
と
の
関
係
を
プ
ロ
イ
セ
ン
の
裁
判
は
変
え
る
こ
と
を
出
来
な
い
。
こ
こ
で
は
、

個
別
の
場
合
に
投
入
さ
れ
る
手
段
が
具
体
的
な
警
察
責
務
の
遂
行
の
為
に
必
要
で
あ
る
か
、
こ
の
責
務
の
遂
行
に
於
て
権
利
侵
害
が
避
け
ら
れ
な
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い
も
の
で
あ
る
か
、
警
察
の
手
段
が
責
務
即
ち
警
察
目
的
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
か
が
測
ら
れ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
決
は
、
警
察
の
全
権
、
高

権
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
領
域
を
劉
定
し
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
警
察
領
域
に
於
て
は
特
別
法
が
存
在
す
る
限
り
で
の
み
、
警
察
は
そ
の

権
限
に
関
し
て
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
。
即
ち
、
警
察
は
そ
の
権
限
に
於
て
、
特
別
法
が
規
律
し
な
い
限
り
に
於
て
、
原
則
的
に
自
由
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
警
察
は
そ
の
責
務
領
域
に
於
て
、
権
力
分
立
の
意
味
で
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
警
察
法
体
系
に
と
っ
て
は
、
任
務
か
ら
権
限
を

前
法
治
国
的
に
帰
結
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
警
察
は
自
己
の
責
務
の
遂
行
の
為
に
特
別
法
の
授
権
な
く
し
て
権
利
を
設
定
で
き
、
法
律
の
根

拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
警
察
責
務
の
遂
行
が
問
題
と
な
る
限
り
で
、
個
別
の
場
合
に
権
利
侵
害
を
な
し
う
る
。
依
然
と
し
て
警
察
は
、
自

己
に
固
有
の
執
行
権
と
並
び
、
立
法
者
等
の
機
能
を
行
使
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
体
系
に
於
け
る
国
家
権
力
の
分
社
を
欠
く
ジ
レ

ン
マ
を
、
判
決
も
学
説
も
終
わ
ら
せ
て
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
体
系
に
於
け
る
矛
盾
を
解
決
す
る
為
に
0
・
マ
イ
ヤ
ー
等
が
行
な
っ
た
試

み
は
、
警
察
概
念
の
学
問
的
把
握
で
あ
り
、
警
察
に
よ
る
侵
害
の
正
当
化
を
自
然
法
に
よ
り
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ナ
t
が
な
し
た
よ

］
紺
乃

う
な
、
授
権
規
範
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
思
考
を
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
前
法
治
国
的
警
察
権
カ
ー
そ

こ
で
は
警
察
法
の
権
限
カ
タ
ロ
グ
は
も
は
や
排
他
的
に
警
察
権
限
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
責
務
領
域
に
於
て
全
能
の
警
察
の
個
別
法
に
よ

る
制
限
を
表
わ
す
に
過
ぎ
な
い
－
へ
の
逆
行
の
端
緒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
概
括
条
項
の
本
質
は
、
警
察
責
務
の
規
定
か
ら

（32）

警
察
の
権
利
侵
害
権
限
が
推
論
さ
れ
る
と
い
う
事
実
等
に
あ
る
。

（
b
）
以
上
の
よ
う
に
、
マ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
授
権
原
則
は
、
警
察
の
責
務
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
プ
ロ

（33）

イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
編
一
七
草
一
〇
条
を
授
権
規
範
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
警
察
の
権
利
侵
害
に
就

い
て
警
察
の
責
務
の
上
か
ら
の
必
要
性
が
判
断
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
立
法
府
の
統
制
を
不
要
と
す
る
こ
と
に
繋
が
る

も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
に
於
て
も
警
察
の
責
務
領
域
に
於
け
る
立
法
府
の
規
律
が
排
除
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、

個
々
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
立
法
府
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
警
察
が
責
務
遂
行
の
為
に
手
段
－
権
利
侵
害
を
伴
う
も
の
も
含
め
て
ー
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を
自
由
に
選
択
し
う
る
こ
と
は
立
法
府
の
機
能
を
行
政
府
が
行
な
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
マ
イ
ヤ
ー
を
し
て
警
察
法
に
於
け
る

責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
峻
別
を
強
調
せ
し
め
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
法
治
国
的
な
責
務
と
権
限
と
の
分
離
は
警
察
法

（34）

の
み
な
ら
ず
行
政
法
一
般
に
対
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
述
べ
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
は
寧
ろ
、
行
政
法
上
の
一
般
原
則
た
る
責
務
と
権
限

と
の
分
社
が
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
に
於
て
貫
徹
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
警
察
法
の
領

域
に
於
て
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
峻
別
が
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
か
る
峻
別
が
警
察
法
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

合
意
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
（
及
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
各
邦
警
察
法
）
　
に
於
て
、

臣
民
の
自
然
的
義
務
や
危
険
防
御
の
必
要
性
等
を
拠
所
と
す
る
、
固
有
の
授
権
原
則
が
妥
当
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ

（

一

芭

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

3

6

）

ろ
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
特
に
警
察
法
に
於
て
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
峻
別
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
2
）
　
（
a
）
我
国
で
特
に
責
務
規
範
と
根
拠
規
範
と
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
警
察
法
二
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
議
論
に

於
て
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
こ
で
は
、
（
イ
）
同
条
は
警
察
の
責
務
を
定
め
る
と
共
に
、
そ
の
責
務
の
遂
行
の
為
の
手
段
を
取
る
こ
と
の
根

拠
と
も
な
り
、
他
の
法
令
の
根
拠
は
不
要
と
す
る
見
解
、
（
ロ
）
　
同
条
は
警
察
の
責
務
を
定
め
る
に
留
ま
り
、
そ
の
遂
行
の
為
に
は
他
の

法
令
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
見
解
、
（
ハ
）
同
条
は
警
察
の
責
務
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責
務
を
遂
行
す
る
為
の
手
段
が
国
民
の

自
由
や
財
産
を
侵
害
す
る
乃
至
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
場
合
に
は
他
の
法
令
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
当
た
ら
な
い
手
段

で
あ
れ
ば
他
の
法
令
の
根
拠
な
く
し
て
行
な
い
う
る
と
す
る
見
解
が
夫
々
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
　
（
ハ
）
　
の
中
に
は
こ
の
場
合
の
警

察
法
二
条
の
位
置
づ
け
と
の
関
係
で
、
（
バ
ー
1
）
　
同
条
は
警
察
手
段
の
一
般
的
な
根
拠
規
範
で
あ
り
、
他
の
法
令
の
根
拠
を
必
要
と
し

な
い
手
段
の
場
合
に
は
専
ら
同
条
が
そ
の
根
拠
と
な
る
と
す
る
見
解
、
（
ハ
ー
2
）
同
条
は
警
察
手
段
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

（37）

警
察
に
責
務
を
果
た
す
為
の
手
段
を
取
る
法
的
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
分
け
ら
れ
る
。

（
イ
）
　
は
警
察
責
務
遂
行
の
必
要
性
を
そ
の
実
質
的
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
論
者
に
よ
っ
て
は
自
然
法
的
論
拠
を
随
伴
す
る
も
の
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で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
同
条
の
よ
う
な
概
括
条
項
を
以
て
根
拠
規
範
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
学
説
上

（38）

強
く
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
　
（
バ
ー
1
）
　
は
、
同
条
が
警
察
の
担
任
す
べ
き
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
と
共
に
、
警
察
が
そ

の
任
務
を
遂
行
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
同
条
を
警
察
手
段
の
一
般
的
な
根
拠
規
定
と
捉
え
つ
つ
侵
害
手
段
に
就
い
て

（39）

は
法
治
主
義
の
見
地
等
か
ら
別
途
個
別
の
法
的
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
侵
害
手
段
以
外
の
手
段
に
つ
き
一
般
的
根
拠
規
定

を
求
め
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
そ
の
行
為
が
単
な
る
私
人
の
行
為
と
区
別
さ
れ
る
職
務
上
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
犯
行
が
公
務
執
行
妨
害
と
な
る
も
の
と
し

て
そ
の
執
行
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
定
め
ら
れ
た
行
政
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
何
が
行
政
目
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
法
の
根

拠
を
必
要
と
す
る
。
警
察
で
あ
れ
ば
、
警
察
法
二
条
が
そ
の
根
拠
で
あ
り
、
第
二
条
に
定
め
る
責
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
行
な
う
任
意
手
段
は
、

（40）

警
察
官
の
職
務
行
為
で
あ
る
〉

こ
れ
に
就
い
て
は
、
本
説
が
法
律
の
留
保
に
つ
き
全
部
留
保
説
で
は
な
く
侵
害
留
保
説
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
侵
害
行
為
以
外
の
任
意

活
動
に
就
い
て
警
察
法
二
条
を
そ
の
根
拠
規
範
と
す
る
こ
と
の
意
義
は
必
ず
し
も
明
快
な
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

、‖h

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
所
説
は
、
こ
れ
迄
み
て
き
た
警
告
乃
至
警
察
活
動
の
法
的
根
拠
に
係
る
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
と
相
応
す
る
点
が
あ
る
。
即
ち
、

（
イ
）
は
既
に
屡
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
）
警
察
法
の
概
括
的
授
権
の
考
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
責
務
規
範
が
同
時
に
根
拠
規
範
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
は
、
ド
イ
ツ
の
侵
害
的
性
格
を
有
す
る
警
告
に
関
す
る
判

例
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
で
　
（
バ
ー
1
）
　
は
警
告
に
関
し
て
、
侵
害
的
性
格
を
有
す
る
も
の
に
就
い
て
は
個
別
的
授

（42）

権
を
要
求
す
る
一
方
で
非
侵
害
的
な
警
告
に
就
い
て
は
責
務
規
範
に
よ
る
授
権
を
要
求
す
る
所
説
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
　
（
バ

ー
2
）
　
に
就
い
て
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
（
特
に
マ
イ
ヤ
ー
）
　
上
の
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
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（43）

る
。
尤
も
こ
の
点
に
就
い
て
は
、
例
え
ば
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
、
責
務
規
範
に
よ
る
行
政
活
動
の
義
務
づ
け
を
論
じ
る
一
方
で
、
非

（44）

侵
害
措
置
に
就
い
て
は
責
務
規
範
が
そ
の
法
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
述
べ
る
論
者
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
　
（
バ
ー
2
）
　
に
相
応
し
た

責
務
規
範
・
権
限
規
範
の
理
解
が
取
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

（
b
）
　
こ
の
議
論
の
中
に
は
、
「
法
律
の
根
拠
」
の
持
つ
意
義
に
就
い
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
点
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
第
一
に
、
こ
こ

で
は
法
律
の
留
保
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
行
政
活
動
に
対
し
一
般
的
根
拠
規
定
を
求
め
て
い
る
こ
と
の
意
義
が
必
ず
し
も
明
快
で
は
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
、
法
律
の
留
保
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
行
政
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
当
該
活
動
を
行
な
う
楼

関
に
与
え
ら
れ
た
責
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
責
務
の
付
与
は
法
律
の
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

責
務
の
付
与
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
行
政
機
関
が
活
動
を
行
な
い
う
る
点
で
は
、
根
拠
規
範
と
同
様
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
指
摘
が
妥
当
す
る
の
は
、
（
バ
ー
1
）
　
に
い
う
「
根
拠
」
を
法
律
の
留
保
で
の
そ
れ
と
見
倣
す
場
合
に
於
て
で
あ
る
。
（
バ
ー
1
）
説

を
取
る
も
の
と
さ
れ
る
論
者
等
の
中
に
は
、
警
察
法
二
条
が
法
律
の
留
保
に
い
う
根
拠
規
範
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
明
言
せ
ず
、
同
条
が

（45）

警
察
の
責
務
を
定
め
た
こ
と
を
警
察
活
動
の
前
提
と
み
る
も
の
も
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
（
ロ
）
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
が
、
以
前

（46）

（
ロ
）
　
は
任
意
行
為
に
就
い
て
も
警
察
法
二
条
と
は
別
の
法
令
の
根
拠
を
要
求
し
て
お
り
、
侵
害
行
為
乃
至
公
権
力
の
行
使
に
就
い
て
の

（47）

み
別
途
法
令
の
根
拠
を
要
求
す
る
右
の
論
者
等
と
は
こ
の
点
で
区
別
さ
れ
る
。

第
二
に
　
（
ハ
ー
1
）
　
に
就
い
て
は
、
そ
こ
で
い
う
一
般
的
根
拠
規
範
が
既
に
法
律
の
留
保
の
民
主
的
正
当
化
機
能
を
果
た
す
一
方
で
、

そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
根
拠
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
個
別
授
権
が
な
く
と
も
警
察
官
が
行
動
（
公
権
力
の
行
使
）
　
し
う

（48）

る
可
能
性
を
理
論
的
に
開
く
も
の
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
前
款
で
み
た
、
侵
害
性
が
認
め
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
必
要
性
や
規
律
の
困
難
等

を
理
由
に
責
務
規
範
に
よ
る
警
告
に
対
す
る
授
権
を
認
め
た
ド
イ
ツ
の
判
例
は
正
に
こ
の
指
摘
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
我
国
で
は
　
（
バ
ー
1
）
と
　
（
バ
ー
2
）
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
或
る
法
規
定
が
行
政
活
動
の
法
的
根
拠
で
あ
る
こ
と
と
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行
政
活
動
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
は
別
の
事
柄
で
は
あ
る
も
の
の
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
、
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に

非
侵
害
措
置
に
就
い
て
責
務
規
範
が
両
者
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
と
述
べ
る
こ
と
－
こ
れ
は
　
（
バ
ー
1
）
と
（
バ
ー
2
）
　
の
融
合
説
と
い

え
よ
う
ー
は
、
理
論
的
に
は
必
ず
し
も
排
斥
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方
で
　
（
ロ
）
と
（
バ
ー
2
）
と
の
区
別
は
、
責
務
の
分
配
と
責

（49）

務
の
義
務
づ
け
と
は
別
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
示
す
も
の
で
あ
り
、
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
（
ま
た
、
マ
イ
ヤ
ー
）
　
の
よ
う
な
、
責
務
規

（50）

範
が
責
務
遂
行
を
義
務
づ
け
る
と
の
所
説
は
、
あ
り
う
る
一
つ
の
主
張
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
や
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
は
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
に
係
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

三
　
二
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
ド
イ
ツ
警
察
法
で
の
み
成
立
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
我
国
の
行
政
指
導
の
よ
う
な
、
一
般
的
に
は
法
膚
の
留
保
の
対
象
外
と
さ
れ
る
行
政
活
動
の
場
合
、
責
務
規
範
を
そ
の
法
的

根
拠
と
述
べ
る
こ
と
の
意
義
に
就
い
て
は
精
査
が
必
要
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
第
二
の
点
に
就
い
て
検
討
す
る
。

（
1
）
前
款
で
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
責
務
規
範
に
よ
る
授
権
を
侵
害
性
あ
る
警
告
に
対
し
て
認
容
し
て
い
る
が
、
そ
の
論

拠
は
警
告
の
持
つ
規
律
困
難
性
等
に
よ
る
授
権
要
件
の
緩
和
で
あ
り
、
侵
害
性
あ
る
警
告
が
法
律
の
留
保
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
前
提

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
学
説
が
、
侵
害
性
あ
る
警
告
に
つ
き
他
の
侵
害
行
為
と
同
等
乃
至
警
察
活
動
に
対
す
る
よ
う
な
一
般
条
項
に

ょ
る
授
権
を
要
求
す
る
の
も
、
当
該
警
告
が
法
律
の
留
保
の
対
象
に
あ
る
と
し
て
、
他
の
対
象
活
動
と
同
様
の
扱
い
を
求
め
る
が
故
の
批

判
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
授
権
は
法
律
の
留
保
の
次
元
の
も
の
で
あ
り
、
授
権
を

じ
郡
爪

行
な
う
と
さ
れ
る
法
律
は
法
律
の
留
保
原
則
に
い
う
根
拠
規
範
で
あ
る
。

他
方
で
学
説
の
一
部
は
こ
れ
と
併
せ
て
、
侵
害
性
な
き
警
告
に
就
い
て
は
責
務
規
範
に
よ
る
授
権
で
足
り
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
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趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
即
ち
こ
れ
を
、
侵
害
性
あ
る
警
告
に
就
い
て
は
一
般
条
項
等
を
含
め
た
責
務
規
範
と
は
別
の
規
範

に
よ
る
授
権
を
要
求
す
る
一
方
、
侵
害
性
な
き
警
告
に
就
い
て
は
こ
の
要
求
を
侵
害
性
な
き
が
故
に
緩
和
し
た
も
の
と
み
る
場
合
、
そ
れ

は
侵
害
性
な
き
警
告
に
対
し
て
法
律
の
留
保
の
対
象
を
拡
大
し
た
も
の
と
な
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
法
律
の
留
保
原
則
が
従

来
前
提
と
し
、
ま
た
本
説
自
身
も
そ
の
厳
守
を
要
求
し
て
い
る
組
織
規
範
と
根
拠
規
範
と
の
区
別
を
侵
害
性
な
き
警
告
に
関
し
て
は
放
棄

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
右
の
責
務
規
範
の
要
求
に
は
法
律
の
留
保
の
対
象
の
拡
大
が
伴
わ
な
い
も
の
と
み
る
場
合
に
は
、
－

二
（
2
）
（
a
）
で
み
た
、
法
律
の
留
保
の
対
象
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
法
律
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
の
意
義
を
問
う
指
摘
が
妥
当
す
る
こ

（52）

と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
我
国
の
判
例
に
み
ら
れ
た
、
刑
法
上
の
収
賄
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
事
案
で
各
省
設
置
法
の
任
務
規
定
乃
至
所
掌
事

務
規
定
が
援
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
法
律
の
留
保
の
対
象
の
拡
大
が
随
伴
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
任

務
規
定
乃
至
所
掌
事
務
規
定
の
援
用
の
意
義
を
理
論
的
に
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
律
の
留
保
と
は
別
の
観
点
に
よ
る
こ
と
と
な

（53）る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
こ
で
援
用
さ
れ
て
い
る
任
務
規
定
乃
至
所
掌
事
務
規
定
と
い
っ
た
組
織
規
範
の
固
有
の
意
義
で
あ
る
。

先
に
一
で
の
検
討
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
組
織
規
範
に
固
有
の
意
義
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配
分
及
び

当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
で
あ
る
が
、
刑
法
上
の
収
賄
罪
の
成
否
に
当
た
っ
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
行
為
主
体
の
な
し
う
る

職
務
権
限
内
に
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
決
す
る
に
当
た
り
責
務
の
配
分
を
行
な
う
組
織
規
範
の
参
照
が
な
さ
れ
る
の
は
、

あ
り
う
る
検
討
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
尤
も
、
組
織
規
範
に
固
有
の
意
義
と
さ
れ
る
、
《
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配
分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
》
に
就
い

（封）

て
は
、
な
お
理
論
的
な
精
査
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
先
に
み
た
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
、
組
織
規
範
の
こ
の
意
義
に
着

目
す
る
論
者
の
中
に
は
、
法
律
の
形
式
で
国
家
機
関
の
責
務
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
当
該
責
務
の
遂
行
が
立
法
者
に
よ
っ
て
委
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任
さ
れ
た
も
の
と
み
る
者
も
存
在
す
る
。
他
方
で
、
組
織
規
範
が
法
律
以
外
の
法
形
式
を
取
る
場
合
に
は
、
も
と
よ
り
責
務
の
遂
行
が
立

法
者
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
組
織
規
範
は
《
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配

分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
〉
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。
組
織
規
範
が
法
律
の
形
式
を
取
る
場
合
と
異
な
る
の
は
、
委
任
を
な
す

機
関
が
立
法
者
で
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
以
前
我
国
で
は
各
省
官
制
に
よ
っ
て
行
政
組
織
の
規
酷
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
各
省

官
制
が
果
た
し
て
き
た
《
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配
分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
〉
の
機
能
は
現
在
の
各
省
設
置
法
の
そ
れ
と

異
な
る
訳
で
は
な
い
。
両
者
で
異
な
る
の
は
委
任
を
な
す
機
関
（
前
者
で
は
天
皇
、
後
者
で
は
国
会
）
　
で
あ
る
。
ま
た
、
各
省
内
部
組
織

（53）

の
細
目
を
定
め
て
い
る
省
令
以
下
の
組
織
規
範
は
各
省
設
置
法
の
委
任
を
受
け
た
形
式
を
取
っ
て
い
な
い
と
す
る
理
解
が
あ
る
。
こ
の
理

解
を
取
る
場
合
各
省
設
置
法
と
組
織
省
令
と
で
は
委
任
を
な
す
機
関
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
両
者
は
《
国
家
機
関
に

対
す
る
責
務
の
配
分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
》
の
機
能
を
果
た
す
点
で
は
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
組
織
規
範
に
固
有
の

意
義
と
さ
れ
る
《
国
家
機
関
に
対
す
る
責
務
の
配
分
及
び
当
該
責
務
の
遂
行
の
委
任
》
は
、
組
織
規
範
が
法
律
の
法
形
式
を
取
る
こ
と
に

（56）

よ
り
随
伴
す
る
要
素
と
は
切
り
放
し
て
観
念
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
取
る
法
形
式
の
如
何
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
ド
イ
ツ
の
判
例
の
よ
う
に
法
律
の
留
保
に
い
う
根
拠
規
範
と
し
て
憲
法
上
の
任
務
を
援
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
も
と
よ
り
法

律
（
憲
法
）
　
の
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
こ
こ
で
法
律
（
憲
法
）
　
の
形
式
が
取
ら
れ
て
い

（57）

る
こ
と
が
法
律
の
留
保
の
文
脈
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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（
1
）
　
な
お
ド
イ
ツ
で
は
、
責
務
規
範
（
本
文
に
い
う
組
織
規
範
に
当
た
る
）
が
責
務
を
創
設
配
分
す
る
一
方
で
、
権
限
規
範
（
本
文
に
い
う
根
拠
規
範
に
当
た

る
）
は
個
別
の
場
合
に
於
け
る
そ
の
行
使
の
態
様
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
E
・
W
・
B
g
k
e
n
a
r
d
e
－
D
i
O

O
r
g
邑
s
a
t
i
O
n
S
g
C
W
a
】
t
i
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
R
e
g
i
e
2
点
．
N
．
A
u
P
－
講
座
S
．
烏
山
A
．
刃
b
t
h
－
く
e
⊇
a
－
ど
点
S
h
呂
d
c
】
n
m
i
t
D
賢
b
e
t
r
O
浮
罫
e
i
t
u
n
d
G
e
s
e
打
c
s
く
O
r
b
e
h
a
】
t
－

S
．
N
ひ
㌘
C
．
G
u
s
y
－
く
e
ヨ
a
－
F
n
g
d
u
r
c
h
l
n
訂
m
a
t
i
O
n
．
N
－
W
N
0
0
0
．
S
．
宗
N
も
c
r
s
e
－
b
e
－
P
O
－
i
Z
e
i
I
C
C
h
t
示
A
u
P
も
0
0
∽
－
S
・
P

我
国
に
於
て
第
二
次
大
戦
前
か
ら
学
説
上
組
絶
規
範
と
区
別
さ
れ
た
根
拠
規
範
が
要
求
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
警
察
法
と
の
関
係
で
例
証
す
る
も
の
と
し
て
、

小
林
博
志
「
督
察
行
政
と
粗
放
法
・
行
政
官
庁
理
論
」
　
（
「
行
政
組
株
と
行
政
訴
訟
」
所
収
）
七
〇
頁
以
下
。

（
2
）
　
C
．
G
u
s
y
－
N
J
W
N
〇
〇
〇
．
S
．
宗
ご
D
c
r
s
c
l
b
c
．
P
O
－
i
z
e
i
r
e
c
h
t
ふ
．
A
u
P
．
S
．
ご
A
．
R
O
t
h
一
a
．
a
．
O
．
及
び
同
頁
註
二
九
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
H
 
F
・
L
・

F
I
C
m
C
y
C
l
－
D
c
r
S
c
h
u
訂
d
c
r
A
－
1
帆
C
m
c
i
罫
c
i
I
u
n
d
d
c
r
i
n
d
i
v
i
d
u
c
－
訂
n
カ
b
C
h
l
c
d
u
r
c
h
d
i
c
p
O
－
i
Z
C
i
・
u
n
d
O
r
F
u
n
的
S
r
C
C
h
t
【
i
c
h
昌
H
a
n
d
－
u
n
g
s
く
0
－
F
a
c
h
t
e
n
d
c
r

E
x
e
k
u
t
i
v
e
V
く
く
D
S
t
R
L
声
S
．
N
N
の
A
n
m
．
N
u
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
‥
D
e
r
s
e
H
b
e
－
勺
0
－
i
z
e
i
・
u
n
d
O
r
d
n
u
n
g
s
r
e
c
h
t
も
．
A
u
P
．
S
．
∽
ご
F
，
S
c
h
ロ
m
a
呂
．

〇
浮
n
t
l
i
c
芹
e
i
t
買
b
c
i
t
d
O
r
臼
u
n
d
e
s
r
c
甘
2
n
的
も
．
N
父
∵
ど
員
）
．
∽
笥
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
…
F
．
M
a
y
e
r
．
D
i
c
P
g
e
n
話
n
d
i
g
k
c
i
t
d
c
s
b
a
y
e
計
c
h
e
P
く
e
∃
a
T

g
g
笥
e
C
h
t
s
．
d
日
g
e
S
t
e
－
－
t
呂
B
a
y
c
計
c
h
e
s
P
O
－
i
z
e
i
r
e
c
h
こ
の
声
S
．
N
－
∽
盲
．
J
．
W
O
－
望
O
．
B
a
c
h
O
い
く
e
ヨ
a
F
n
g
s
r
c
c
h
t
 
H
－
P
A
u
P
試
云
－
∽
－
∞
ご
D
e
r
s
e
－
b
e
V

V
c
∃
a
F
n
g
s
r
c
c
h
昌
．
ふ
．
A
u
P
－
胃
の
．
S
．
－
ひ
”
F
．
S
c
h
O
C
h
．
S
g
t
H
i
c
h
e
l
n
舞
う
己
a
t
i
O
P
S
p
O
－
i
t
F
巨
d
B
c
2
諦
許
i
h
e
i
t
も
く
B
こ
の
芦
S
・
S
N
及
び
同
頁
註
四
六
、
四

七
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
‥
T
．
L
巴
d
i
n
g
c
r
．
H
O
h
c
i
t
H
i
c
h
c
W
a
m
百
g
e
n
b
m
p
訂
h
H
u
n
g
e
n
u
n
d
H
i
n
w
c
i
s
c
i
m
S
p
e
k
t
2
m
S
t
a
a
t
－
i
c
h
c
n
I
ロ
狩
ヨ
ヨ
a
t
i
O
n
S
h
a
n
d
e
－
n
∽
－

D
O
く
ー
憲
u
－
S
．
3
－
及
び
同
頁
註
七
三
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
‥
J
．
I
s
e
n
s
c
e
一
G
c
m
c
5
．
W
O
h
【
G
ロ
d
S
g
t
s
a
u
厨
a
b
e
i
m
く
C
静
S
∽
弓
g
S
S
g
t
∵
n
‥
J
．
＼
P
．
E
r
c
罫
O
r

（
H
r
s
g
．
）
I
H
a
n
d
b
u
c
h
d
e
s
S
t
a
a
t
s
r
e
c
h
t
s
．
B
d
．
㌣
】
∽
霊
気
．
宗
一
ご
巾
．
W
．
臼
O
c
k
e
n
詮
1
d
e
も
．
a
．
〇
・
－
S
・
∽
0
0
A
n
m
・
N
ご
W
・
戸
S
c
h
c
n
k
c
－
P
O
－
i
Z
C
i
・
u
n
d

O
r
旨
巨
g
S
r
e
C
h
t
．
5
．
‥
U
．
S
t
e
i
n
c
r
（
H
r
s
g
．
）
．
ロ
e
s
O
n
d
e
r
e
∽
く
e
ヨ
a
F
P
g
S
r
e
C
h
t
．
N
O
声
S
．
N
声
逆
に
、
権
限
が
管
轄
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
H
・
J
・

W
O
－
望
O
．
B
a
c
h
O
♪
＜
C
∃
a
F
n
g
s
r
e
c
h
ニ
ー
P
A
u
P
S
．
品
だ
E
．
W
．
B
g
k
c
n
野
d
c
も
．
a
．
O
．
）
。

（
3
）
　
F
．
〇
s
s
c
n
b
巨
．
U
m
b
e
首
n
e
的
e
d
∈
C
h
b
e
h
箸
d
】
i
c
h
e
W
P
m
巨
g
C
n
弓
d
M
m
p
訂
h
F
g
e
n
－
S
．
合
ご
D
c
l
S
c
l
b
c
こ
n
許
ヨ
e
－
－
e
s
〓
O
h
e
i
昏
B
d
c
】
n
i
m
G
c
s
巨
臣
c
i
t
s
－

巨
d
U
m
w
已
t
s
c
h
u
汀
∵
n
‥
l
巴
を
u
c
h
d
c
s
U
m
w
e
H
t
・
仁
ロ
d
T
e
c
F
i
F
e
c
h
t
s
こ
雷
可
－
S
．
∽
ご
M
．
S
c
h
u
冨
L
P
許
m
a
訂
S
く
e
つ
篭
a
－
2
品
S
h
a
n
d
c
h
a
【
s
M
i
ま
【
S
｛
P
申
t
l
i
c
h
e
r

U
m
b
e
F
u
n
d
G
e
s
u
n
旨
e
i
t
s
p
n
e
g
e
．
D
く
B
〓
宗
∞
．
S
．
∽
品
．
ま
た
前
款
二
で
み
た
よ
う
な
、
警
告
・
推
奨
を
侵
害
性
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
し
前
者
に
就
い
て

は
任
務
規
範
の
根
拠
で
足
り
る
と
す
る
見
解
（
三
款
註
（
墾
参
照
）
も
こ
れ
に
当
た
る
と
い
え
る
。

尤
も
ゾ
ダ
ン
の
よ
う
に
、
権
限
規
範
と
責
務
規
範
と
の
厳
格
な
分
離
は
公
権
力
の
行
態
と
そ
れ
に
よ
る
関
係
者
の
不
利
益
が
直
接
に
結
び
つ
く
「
規
格
化

さ
れ
た
」
侵
害
が
問
題
と
な
る
警
察
秩
序
法
に
於
て
安
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
に
よ
る
情
報
提
供
活
動
に
於
て
は
不
利
益
は
購
買
者
乃
至
消
費
者
の
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（4）（5）（6）（7）

（8）（9）（10）

V
御
門

自
発
的
な
行
動
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
立
法
者
は
公
権
力
が
手
中
に
す
る
こ
と
の
み
を
規
律
し
う
る
と
し
て
、
当
該
活
動
に
対
す
る
権
限
を
公

表
の
管
轄
規
定
に
求
め
る
こ
と
を
認
め
る
論
者
も
あ
る
（
H
．
S
O
d
a
n
．
O
c
s
u
n
旨
e
i
t
s
b
e
h
晋
d
－
i
c
h
c
l
n
訂
m
a
t
i
O
n
S
巨
i
g
k
c
i
t
百
d
G
2
n
計
e
c
h
富
c
h
u
打
も
0
く
ー
宗
可
．

S
．
宗
母
。
こ
れ
は
結
論
の
み
を
み
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
に
対
し
授
権
要
件
を
穏
和
す
る
見
解
（
三
款
二
）
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
ゾ
ダ
ン
が
そ
の
論
拠
と
し
て
あ
げ
た
、
侵
害
結
果
が
第
三
者
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
惹
起
さ
れ
る
場
合
に
於
け
る
立
法
者
の
規
律
可
能
性

の
問
題
に
就
い
て
は
、
前
款
註
（
嬰
　
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
を
参
照
。

藤
田
「
警
察
法
二
条
の
意
義
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
　
（
r
行
政
法
の
基
礎
理
論
上
」
所
収
）
　
三
九
二
頁
以
下
。
ま
た
、
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
に
就
い
て
は
、

島
田
茂
「
バ
イ
エ
ル
ン
邦
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
展
開
と
r
制
度
的
警
察
概
念
」
　
（
二
・
完
）
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
三
号
三
二
頁
以
下
。

F
．
M
a
y
c
r
I
U
已
O
p
p
O
ユ
己
n
i
昆
暑
【
山
已
i
p
i
n
d
c
r
く
C
コ
竜
a
－
（
百
中
－
害
か
∽
∴
－
謡
く
g
－
．
－
D
e
r
s
e
H
b
e
．
H
i
g
e
n
s
註
D
d
i
g
k
e
i
t
－
S
．
N
昌
．
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
行

政
の
限
界
づ
け
は
権
力
分
立
乃
至
基
本
法
二
十
条
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
　
（
O
p
p
O
き
n
i
t
だ
s
p
r
i
n
z
i
p
一
S
．
N
①
）
。
ま
た
、
行
政
活
動
を
一
次
的
に
限
界
づ
け

る
の
は
行
政
の
責
務
で
あ
り
、
権
限
に
よ
る
限
界
づ
け
は
二
次
的
な
も
の
と
さ
れ
る
　
（
a
．
a
．
〇
㌔

E
i
的
C
ロ
S
詰
ロ
d
i
貧
e
i
t
．
S
．
N
U
g

責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
関
係
に
つ
き
同
様
の
整
理
を
す
る
も
の
と
し
て
、
戸
S
c
h
i
c
d
c
m
a
i
r
．
同
監
旨
己
ロ
g
i
n
d
a
s
b
a
y
e
計
c
h
c
P
O
H
i
z
c
i
r
e
c
h
t
L
宗
－
．
S
．

】
ひ
サ
ま
た
ゲ
ッ
ツ
も
、
権
限
規
範
の
規
律
領
域
は
責
務
規
範
の
そ
れ
よ
り
も
狭
い
と
こ
ろ
、
責
務
規
範
の
み
が
妥
当
す
る
領
域
で
は
例
え
ば
具
体
的
危
険
の

予
防
等
警
察
が
固
有
の
手
段
を
用
い
て
固
有
の
活
動
を
し
う
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
警
察
秩
序
官
庁
の
活
動
は
、
第
一
に
責
務
規
範
が
そ
の
根
拠
と
し
て
十

分
か
、
次
に
こ
れ
以
外
に
権
限
規
範
が
根
拠
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
判
断
を
経
る
こ
と
と
な
る
と
述
べ
　
（
く
．
G
空
N
－
A
－
－
g
c
m
c
i
n
c
s
P
O
H
i
z
c
i
・
u
n
d

O
r
旨
昌
g
S
r
e
C
h
t
L
U
．
A
u
P
S
．
㌶
〇
、
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
関
係
に
つ
き
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

O
p
p
O
ユ
己
n
i
堅
屠
ユ
己
i
p
－
S
．
N
P

藤
田
・
前
掲
三
九
四
頁
以
下
。

（
公
の
平
穏
、
安
寧
及
び
秩
序
を
維
持
し
公
共
又
は
そ
の
個
々
の
構
成
員
に
迫
る
危
害
を
防
止
す
る
為
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
、
警
察
の
職
務

（
と
且
　
で
あ
る
。
V

F
．
W
．
六
n
e
m
c
y
e
r
－
『
u
n
k
告
n
c
n
d
c
r
A
u
厨
a
b
e
n
N
u
W
e
i
s
u
n
的
S
n
O
m
e
n
i
n
A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
z
u
d
e
n
B
e
P
g
n
i
s
n
O
m
C
n
．
D
O
く
ー
笥
P
S
．
〓
ご
D
c
r
s
e
－
b
e
－

く
く
D
S
t
巴
∵
芦
S
．
N
N
加
持
任
務
配
分
規
範
が
活
動
委
任
を
合
意
す
る
と
述
べ
る
論
者
は
他
に
も
数
多
く
み
ら
れ
る
（
三
款
註
（
4
0
）
　
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
論
稿

及
び
F
．
O
s
s
e
n
b
臣
l
一
F
諦
ヨ
ヨ
C
〓
c
s
H
O
h
c
i
t
s
h
a
n
d
e
F
S
．
量
。
我
国
で
こ
れ
を
明
確
に
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
宮
田
三
郎
r
警
察
法
」
五
二
頁
以
下
。



イ
7

ど
じ年7002号3巻03学法島広

（
牒
）
＋
く
埴
D
e
r
s
c
－
b
c
一
く
く
D
S
t
巴
∴
声
S
∴
㌫
彿
ゝ
5
ヨ
．
品
．
S
．
N
u
u
ゝ
b
ヨ
．
㌍
こ
の
他
に
も
、
責
務
規
範
（
と
椎
限
規
範
の
分
離
）
は
暫
察
の
保
護
義
務
と
第
三
者

の
保
護
請
求
権
の
端
緒
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
で
後
述
す
る
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
堂
　
D
O
く
ー
3
①
－
S
．
－
N
謡
い
く
く
D
S
t
戸
山
P
S
．
N
u
u
R
ま
た
、
p
O
－
i
z
e
i
・
E
d
O
r
d
n
呂
的
S
r
e
C
h
t
．
P
A
u
ロ
．
－
S
．
㌶
ご
」
の
点
に
就
い
て
は
な
お
参
照
、
高
橋
明
男

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
賢
察
的
個
人
保
護
（
二
・
完
）
」
阪
大
法
学
一
四
〇
号
一
四
三
頁
以
下
。

ま
た
、
責
務
配
分
規
範
に
は
他
に
、
立
法
者
が
行
政
に
判
断
を
委
ね
て
い
る
場
合
に
は
行
政
活
動
の
行
使
に
対
す
る
誘
導
機
能
が
あ
り
、
拘
束
的
基
準
の

枠
内
で
行
政
活
動
の
態
様
に
対
し
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
D
O
く
ー
当
座
S
．
－
芸
、
マ
イ
ヤ
ー
も
、
行
政
官
庁
に
よ
る
権
限
の
行
使

の
態
様
は
任
務
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
F
．
M
a
y
e
r
態
g
e
n
s
忘
E
d
i
g
k
c
i
t
．
S
㌧
N
U
g
も
e
r
s
e
－
耳
O
p
p
O
き
n
i
t
巴
s
p
ユ
邑
p
養
い
芸
。
従
っ
て
先
に

本
文
で
み
た
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
責
務
規
範
の
「
枠
」
機
能
は
行
政
活
動
を
な
し
う
る
か
否
か
の
次
元
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
行
政
活
動
を

な
し
う
る
か
の
点
で
も
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
尤
も
か
か
る
責
務
規
範
の
理
解
は
ド
イ
ツ
の
学
説
に
於
て
必
ず
し
も
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
論
者
の
中
に
は
責
務
規
範
に
行
政
活
動

に
対
す
る
枠
規
範
と
し
て
の
性
格
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
者
も
存
在
す
る
（
戸
S
c
h
i
e
d
e
m
a
i
r
∵
P
a
．
O
．
V
S
．
∞
○
）
。
な
お
参
照
、
島
田
「
西
ド
イ
ツ
警
察
法
に

お
け
る
r
公
共
の
秩
序
」
論
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
社
会
科
学
系
列
三
二
巻
二
二
二
号
八
頁
及
び
註
玉
。

（
1
5
）
　
例
え
ば
、
藤
田
r
行
政
法
I
L
　
（
第
四
版
改
定
版
）
五
六
頁
以
下
。
ま
た
、
我
国
で
は
組
践
規
範
は
行
政
指
導
と
の
関
係
で
は
枠
規
範
と
し
て
一
般
的
に

説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
先
に
み
た
通
り
で
あ
る
　
（
二
款
二
　
（
3
）
　
（
a
）
）
。

（
1
6
）
　
藤
田
「
行
政
組
織
法
」
　
（
有
斐
閣
版
）
一
四
頁
。

（
堂
　
G
．
し
き
訂
・
W
O
属
N
－
W
－
崇
↓
．
S
．
N
3
P
ま
た
、
無
権
限
の
行
為
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
は
行
政
法
学
に
於
け
る
共
通
の
理
解
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
藤
田
・
前
掲
一
三
頁
。

（
1
9
）
　
A
．
R
O
t
h
∵
P
a
．
0
．
．
S
．
N
思
．

（
嬰
　
F
．
〇
s
s
e
n
b
巨
壱
m
b
e
首
P
g
c
歯
u
P
ま
た
、
藤
田
「
行
政
組
紐
法
論
の
あ
り
方
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
「
行
政
法
の
基
礎
理
論
下
」
所
収
）
一
九
頁
。

（
2
1
）
　
田
中
r
新
版
行
政
法
中
巻
」
　
（
仝
訂
第
二
版
）
一
二
頁
以
下
。

（
鬱
　
森
田
「
行
政
「
主
体
」
と
行
政
r
機
関
」
の
概
念
」
自
治
研
究
七
一
巻
四
競
一
八
頁
。

（
鬱
　
F
．
〇
s
s
e
n
b
旨
】
も
．
a
．
〇
∴
D
c
r
s
c
－
b
c
こ
n
訂
ヨ
e
〓
e
s
H
O
h
e
i
t
s
h
a
n
d
c
－
n
．
S
．
〕
ご
R
．
P
h
i
首
p
完
t
a
a
t
－
i
c
h
c
V
e
r
b
r
a
u
c
h
e
r
i
D
訂
m
a
t
i
O
n
C
n
i
m
U
m
b
e
－
t
・
u
n
d

G
c
s
百
旨
c
i
t
s
r
c
c
h
t
－
S
．
コ
ュ
．
L
e
i
d
i
n
g
e
r
V
U
O
v
－
浩
声
S
．
吟
声
尤
も
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
は
更
に
進
ん
で
、
任
務
の
配
分
は
配
分
先
の
行
政
機
関
の
活
動
を
義
務
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ど
U

づ
け
る
と
主
張
し
て
い
る
が
（
同
旨
、
C
．
G
u
s
y
．
P
O
H
i
z
e
i
r
e
c
h
t
ふ
．
A
u
P
S
．
雪
理
論
的
に
は
、
責
務
規
範
に
よ
る
行
政
機
関
へ
の
活
動
委
任
は
か
か
る
活

動
の
義
務
づ
け
を
必
ず
し
も
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

な
お
前
述
の
よ
う
に
官
庁
に
よ
る
権
限
行
使
の
態
様
が
任
務
規
範
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
と
述
べ
る
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
（
註
（
1
3
）
参
照
）
　
に
あ
っ
て
も
、

権
限
行
使
の
裁
量
が
任
務
規
範
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
場
合
に
よ
っ
て
は
権
限
行
使
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
程
明
確

に
は
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
任
務
規
範
に
よ
る
活
動
の
義
務
づ
け
が
容
認
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
参
照
、
藤
田
「
警
察
法
二
条
の
意
義
に

関
す
る
若
干
の
考
察
」
三
九
三
頁
以
下
。

（
2
4
）
　
参
照
、
註
（
5
）
　
（
7
）
。
ま
た
本
文
（
1
）
　
（
a
）
　
で
み
た
よ
う
に
、
責
務
規
範
を
行
政
活
動
に
対
す
る
枠
規
範
と
し
て
説
明
し
て
い
る
と
さ
れ
る
マ
イ

ヤ
ー
も
、
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
関
係
に
就
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
見
地
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

（
鬱
　
註
（
1
）
参
照
。
ま
た
、
責
務
を
日
的
、
権
限
を
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
夫
々
捉
え
る
見
解
（
C
．
H
．
⊆
C
＼
H
．
W
．
L
a
u
b
i
n
g
e
r
．

V
c
ヨ
a
】
F
n
g
s
v
e
ユ
E
F
e
n
s
r
e
c
h
t
．
ふ
．
A
u
P
－
悪
声
S
J
O
u
）
も
あ
る
。

（
嬰
　
参
照
、
柳
瀬
「
警
察
の
観
念
」
　
（
r
行
政
法
の
基
礎
理
論
」
所
収
）
一
八
八
頁
以
下
、
二
〇
〇
頁
以
下
。

（
2
7
）
　
な
お
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
福
一
七
草
一
〇
条
は
一
九
三
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
賢
察
行
政
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
概
括
的
授
権
は

同
法
に
も
引
き
継
が
れ
（
一
四
条
）
、
更
に
第
二
次
大
戦
後
は
こ
れ
を
置
き
換
え
る
形
で
制
定
さ
れ
た
各
州
法
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察

行
政
法
に
就
い
て
は
参
照
、
田
上
根
治
「
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
制
の
概
要
」
　
（
r
法
律
に
よ
る
行
政
」
所
収
）
　
二
一
七
貫
以
下
、
く
．
G
①
t
z
．
く
O
r
S
l
a
h
r
e
n
・

P
r
c
g
i
s
c
h
e
s
P
O
－
i
z
e
i
v
e
つ
考
a
－
F
5
g
S
g
e
S
e
汀
L
u
S
－
冒
－
．
S
．
∽
O
u
搾

（
墾
　
こ
の
点
に
就
い
て
は
既
に
ド
イ
ツ
で
も
詳
細
な
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
我
国
に
於
け
る
論
稿
と
し
て
、
須
貝
修
一
「
警
察
作
用
の
特
殊
性
」
法
学

論
叢
三
六
巻
三
渡
八
四
頁
以
下
、
田
上
根
治
「
憲
法
に
於
け
る
法
律
の
意
義
」
（
r
法
律
に
よ
る
行
政
】
所
収
）
八
七
頁
以
下
、
高
田
敏
「
現
代
行
政
の
展
開

と
警
察
法
」
（
r
社
会
的
法
治
国
の
構
成
し
所
収
二
二
三
三
頁
以
下
、
芝
池
義
一
「
ド
イ
ツ
警
察
法
理
論
を
め
ぐ
る
若
干
の
理
論
的
諸
問
題
（
こ
」
法
学
論

叢
九
六
巻
二
号
一
貫
以
下
、
同
「
（
二
）
」
法
学
論
叢
九
六
巻
三
号
一
頁
以
下
、
と
り
わ
け
三
号
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
鬱
　
こ
の
点
に
就
い
て
詳
細
は
、
島
田
「
バ
イ
エ
ル
ン
邦
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
展
開
と
r
制
度
的
警
察
概
念
」
（
こ
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
二
号
四
六
頁

以
下
、
同
「
（
二
・
完
）
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
三
号
三
一
頁
以
下
、
田
上
r
警
察
法
」
（
新
版
）
九
頁
以
下
を
参
照
。

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
理
論
的
に
は
、
責
務
規
範
・
権
限
規
範
の
区
別
を
採
用
す
る
か
否
か
と
、
個
々
の
活
動
に
対
す
る
授
権
に
際
し
概
括
的
授
権
乃
至

個
別
的
授
権
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
と
は
、
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
は
な
い
　
（
註
（
墾
参
照
）
。
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（
嬰
　
な
お
後
述
す
る
、
各
州
の
立
法
の
モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
を
企
図
さ
れ
た
統
一
警
察
法
模
範
草
案
二
九
七
七
年
）
　
の
制
定
（
こ
れ
に
就
い
て
は
註
（
嬰

参
照
）
を
受
け
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
賢
察
責
務
法
（
G
e
s
e
打
¢
b
e
r
d
i
e
A
u
厨
a
b
c
n
u
n
d
B
e
営
習
i
s
s
e
d
e
r
P
O
－
i
Z
e
i
i
n
B
a
y
c
m
g
ロ
ー
E
E
u
u
豆
は
廃
止
さ
れ
、

同
草
案
を
受
け
た
一
九
七
八
年
法
に
代
え
ら
れ
た
が
、
新
法
は
同
草
案
に
倣
い
、
一
方
で
は
責
務
規
定
と
権
限
規
定
と
の
区
別
を
維
持
し
っ
つ
も
、
そ
の
一

一
条
で
は
他
の
州
と
同
様
の
概
括
的
授
権
の
形
態
を
取
る
権
限
規
定
を
採
用
し
て
い
る
。
新
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
責
務
法
の
詳
細
に
就
い
て
は
参
照
（
但
し
責

務
規
定
・
権
限
規
定
に
係
る
も
の
）
、
土
屋
正
三
「
バ
イ
エ
ル
ン
の
新
警
察
法
（
こ
」
警
察
研
究
五
二
巻
三
琴
二
頁
以
下
、
同
「
（
二
）
」
賢
察
研
究
五
二
巻

四
境
一
三
頁
以
下
、
同
「
（
三
）
」
暫
察
研
究
五
二
巻
六
兢
二
七
頁
以
下
、
同
「
（
五
）
」
賢
察
研
究
五
二
巻
八
旗
一
四
頁
以
下
。

（
3
1
）
　
ア
イ
ヒ
ナ
t
の
所
説
に
就
い
て
は
、
島
田
・
前
掲
「
（
こ
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
二
号
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
2
）
　
F
．
M
a
y
c
r
這
i
g
e
n
s
試
ロ
d
i
的
k
c
i
t
．
S
．
－
U
u
声

（
鬱
　
尤
も
周
知
の
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
に
於
て
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
福
一
七
草
一
〇
条
が
授
権
規
範
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
様
々
な

点
か
ら
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
マ
イ
ヤ
ー
も
同
様
に
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
本
稿
と
の
関
係
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
本
文
に
挙
げ

た
責
務
規
範
と
の
関
係
で
あ
る
。

（

3

4

）

　

F

．

M

a

y

e

r

．

a

．

a

．

0

．

．

S

．

N

－

ひ

．

（
逆
　
註
（
挙
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
文
献
を
参
照
。
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
に
於
け
る
自
然
法
的
要
素
の
混
活
に
就
い
て
、
柳
瀬
「
警
察
権
の
限
界
」
（
r
行
政

法
の
基
礎
理
論
」
所
収
）
　
二
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
墾
　
な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
が
本
文
に
み
た
よ
う
な
所
説
を
発
表
し
た
後
に
、
州
毎
に
異
な
る
警
察
法
制
（
ド
イ
ツ
で
は
警
察
法
の
立
法
権
限
は
州
に
属
す
る
）
の

統
一
を
め
ざ
し
て
、
各
州
の
立
法
の
モ
デ
ル
と
な
る
べ
く
作
成
さ
れ
た
統
一
警
察
法
模
範
草
案
（
一
九
七
五
年
）
及
び
そ
の
最
終
草
案
（
一
九
七
七
年
）
　
で

は
責
務
規
定
と
権
限
規
定
の
分
離
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
中
で
は
、
警
察
の
責
務
と
権
限
と
を
明
確
に
区
別
し
な
か
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
睾
察
行
政

法
と
離
別
し
戦
後
の
警
察
法
の
発
展
に
対
応
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
権
限
規
範
に
就
い
て
は
、
．
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
に
倣
っ
た
概
括
的
授
権

が
採
用
さ
れ
て
い
る
二
九
七
五
年
草
案
九
条
、
一
九
七
七
年
草
案
八
条
）
。
理
由
に
よ
れ
ば
一
般
条
項
に
よ
る
授
権
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
特

別
授
権
が
行
な
わ
れ
て
い
る
結
果
、
一
般
条
項
に
よ
る
授
権
と
特
別
授
権
と
の
間
の
実
質
的
相
違
は
大
き
な
も
の
で
は
な
く
（
こ
の
点
は
近
時
屡
々
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
照
、
島
田
・
前
掲
「
（
二
・
完
）
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
三
号
五
三
頁
以
下
）
、
ま
た
一
般
条
項
に
対
す
る
批
判
と
し
て
屡
々
指
摘

さ
れ
る
そ
の
不
明
確
性
に
就
い
て
は
、
既
に
学
説
判
例
上
十
分
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
し
で
退
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
本
草
案
で
は
責
務
規
定
・
権
限
規

定
の
分
離
と
概
括
的
授
権
と
が
同
居
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
論
的
に
い
え
ば
、
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
を
区
別
す
る
こ
と
と
、
概
括
的
授
権
を
採
用
す
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
二

律
背
反
の
関
係
に
立
つ
訳
で
は
な
く
、
概
括
的
授
権
を
採
用
す
る
こ
と
が
責
務
規
範
と
権
限
規
範
と
の
区
別
を
否
定
す
る
こ
と
の
要
因
と
な
る
訳
で
も
な
い
。

本
文
で
み
た
バ
イ
エ
ル
ン
睾
察
法
の
諸
論
者
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
賢
察
法
に
対
す
る
批
判
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
が
採
用
す
る
概
括
的
授
権
を
責
務
規
範

に
よ
る
授
権
と
捉
え
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
本
文
で
み
た
よ
う
な
こ
の
諸
論
者
の
取
る
法
治
主
義
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
責
務
規
範
と
権
限
規
範
を
区
別
す
る

こ
と
と
そ
の
権
限
規
範
が
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
法
治
主
義
の
理
解
を
前
提
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
授

権
の
態
様
は
多
様
性
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
流
の
概
括
的
授
権
を
容
認
す
る
論
者
は
、
処
分
の
根
拠
法
規
の
特

殊
化
の
要
請
を
否
足
し
て
い
る
（
田
上
・
前
掲
一
〇
頁
。
な
お
こ
の
点
に
つ
き
田
上
博
士
の
同
所
で
援
用
さ
れ
る
G
・
A
n
s
c
h
≡
2
－
D
i
e
く
c
r
P
s
s
u
n
的
S
・

U
r
F
已
c
P
F
d
e
n
P
r
e
邑
i
s
c
h
B
S
罫
a
t
も
d
．
－
．
L
巴
N
．
S
．
－
合
戸
－
∽
∞
頴
∵
も
参
照
）
。
そ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
系
統
に
あ
る
論
者
に
あ
っ
て
も
責
務
規
範

と
権
限
規
範
と
の
区
別
が
語
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
概
括
的
授
権
条
項
た
る
一
四
条
（
註
（
2
7
）
参
照
）
　
に
就
い
て
、
こ
れ
は
任
務
か

ら
権
限
を
推
論
す
る
も
の
で
は
な
く
授
権
規
定
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
　
（
例
え
ば
、
D
r
c
w
s
＼
W
a
c
k
e
、
く
O
的
C
l
＼
M
裟
e
n
s
－
G
c
P
F
c
ロ
a
b
w
c
F

P
A
u
P
－
宗
声
S
．
－
－
）
。
但
し
同
所
で
は
、
同
条
は
任
務
を
定
め
る
と
共
に
権
限
を
定
め
る
も
の
と
い
う
説
明
も
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
責
務
規
範

と
権
限
規
範
と
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
も
の
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
お
、
権
限
を
定
め
る
規
定
が
同
時
に
責
務
を
定
め
る
こ
と
は
、

責
務
規
範
と
は
別
に
権
限
規
範
を
要
求
す
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
　
（
く
g
－
．
－
F
．
M
a
y
Q
r
．
O
p
p
O
ユ
己
n
i
巨
s
p
【
5
．
N
i
p
V
S
．
N
↓
．
な
お
参
照
、
森
田
「
行

政
機
関
と
内
閣
府
」
七
五
頁
註
八
三
及
び
同
註
の
指
示
す
る
参
照
箇
所
、
〓
．
J
．
W
O
－
埼
＼
0
．
日
a
c
h
O
♪
く
e
⊇
a
F
n
g
s
r
c
c
h
t
H
定
．
A
u
P
S
．
－
竺
ご
E
．
W
．

B
g
k
e
n
a
r
d
e
も
．
a
．
〇
㌔

統
一
賢
察
法
模
範
草
案
の
詳
細
に
関
し
、
参
照
（
但
し
責
務
規
定
・
権
限
規
定
に
係
る
も
の
）
、
土
屋
「
西
ド
イ
ツ
の
統
一
警
察
法
草
案
」
　
（
上
）
警
察
学

論
集
二
九
巻
二
一
号
五
一
頁
以
下
、
中
森
喜
彦
「
西
ド
イ
ツ
一
九
七
五
年
統
一
暫
察
法
模
範
草
案
」
法
学
論
音
一
〇
〇
巻
五
二
ハ
号
三
四
一
貫
以
下
（
以
上

模
範
草
案
に
就
い
て
）
、
土
屋
「
西
ド
イ
ツ
統
一
警
察
法
模
範
草
案
（
一
）
」
警
察
学
論
集
三
四
巻
一
号
三
五
頁
以
下
、
同
「
（
二
）
」
警
察
学
論
集
三
四
巻
二

号
一
二
貫
以
下
、
同
「
（
四
）
」
警
察
学
論
集
三
四
巻
六
号
一
一
八
頁
以
下
。
ま
た
各
州
に
於
け
る
統
一
警
察
法
模
範
草
案
の
受
容
経
過
の
概
要
に
就
い
て

は
、
F
．
L
．
ご
l
e
m
e
y
e
r
－
P
O
－
i
z
乳
二
日
d
O
r
旨
巨
g
S
r
C
C
h
t
這
．
A
u
P
S
．
胃

（
3
7
）
　
夫
々
の
学
説
の
詳
細
に
就
い
て
は
参
照
、
藤
田
・
前
掲
三
五
一
貫
以
下
。
ま
た
そ
の
後
の
所
説
も
含
め
た
も
の
と
し
て
、
小
林
こ
別
掲
九
八
頁
以
下
、
立

略
正
夫
「
暫
察
法
二
条
一
項
の
法
的
性
格
」
警
察
学
論
集
四
九
巻
一
二
号
一
四
五
頁
以
下
、
宮
田
・
前
掲
五
三
頁
。
本
文
で
の
　
（
イ
）
　
は
立
崎
氏
の
い
う

「
根
拠
規
範
説
」
で
あ
り
、
（
ロ
）
　
は
藤
田
博
士
・
立
崎
氏
の
い
う
「
組
織
規
範
説
」
で
あ
り
、
（
バ
ー
1
）
　
は
両
氏
の
い
う
「
一
般
的
根
拠
規
範
説
」
で
あ
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り
、
（
バ
ー
2
）
　
は
両
氏
の
い
う
「
責
務
規
範
説
」
で
あ
る
。

（
逆
　
藤
田
・
前
掲
三
五
三
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
一
〇
七
頁
以
下
参
照
。
こ
の
間
題
は
二
〇
〇
六
年
の
日
本
公
法
学
会
総
会
で
も
自
藤
教
授
に
よ
り
提
起
さ
れ
、

再
び
議
論
の
応
酬
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
授
の
所
説
に
就
い
て
は
、
自
藤
博
行
「
警
察
法
r
改
正
L
の
行
政
法
学
的
検
討
」
法
学
志
林
九
二
巻
二
号

六
二
貢
以
下
。

（
3
9
）
　
例
え
ば
、
宍
戸
基
男
「
警
察
上
の
即
時
強
制
と
任
意
行
為
」
公
法
研
究
二
七
号
二
一
五
頁
以
下
、
宍
戸
・
渋
谷
・
小
谷
・
宮
脇
編
著
「
新
版
警
察
官
権
限

法
注
解
上
」
一
三
六
頁
。
詳
細
に
就
い
て
は
、
小
林
・
前
掲
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
4
0
）
　
宍
戸
・
前
掲
二
一
六
頁
。

（
4
1
）
　
立
崎
・
前
掲
一
四
六
頁
以
下
。
ま
た
、
藤
田
・
前
掲
三
七
九
頁
以
下
。
尤
も
、
こ
の
論
拠
が
一
般
的
根
拠
規
範
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
就
い
て

は
留
保
が
必
要
で
あ
り
、
公
権
力
の
行
使
に
対
し
て
は
な
お
一
般
的
根
拠
が
意
味
を
持
ち
う
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
藤
田
・
前
掲
三
八
〇
頁
以
下
。

24344454

三
款
二
参
照
。

藤
田
・
前
掲
三
九
二
頁
以
下
。

一
（
1
）
　
（
b
）
参
照
。

一
般
的
根
拠
規
範
説
と
し
て
分
類
さ
れ
て
き
た
　
（
小
林
・
前
掲
一
〇
一
頁
。
な
お
、
藤
田
こ
前
掲
三
五
五
頁
）
小
谷
氏
は
、
警
察
法
二
条
が
定
め
た
貢
務

に
就
い
て
、
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
場
合
に
は
別
途
法
令
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
が
、
小
谷
氏
自
身
は
宍
戸
氏
の
よ
う
に
警
察
法
二
条
を
警
察
活
動
の
一
般

的
根
拠
で
あ
る
と
は
明
言
せ
ず
、
設
置
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
「
r
設
置
法
に
基
づ
く
」
と
言
う
か
ど
う
か
は
、
用
語
の
問
題
で

あ
る
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
　
（
小
谷
宏
三
「
警
察
官
の
職
務
執
行
」
〔
田
中
・
原
・
柳
瀬
編
r
行
政
法
講
座
六
」
所
収
〕
一
〇
一
頁
、
同
註
五
）
。
同

様
に
一
般
的
根
拠
規
範
説
を
取
っ
た
も
の
と
分
類
さ
れ
る
　
（
曽
和
俊
文
・
行
政
判
例
百
選
I
〔
第
五
版
〕
　
二
二
二
頁
以
下
。
な
お
異
な
る
理
解
も
あ
る
こ
と

に
つ
き
参
照
、
藤
田
・
前
掲
三
七
三
頁
、
小
林
・
前
掲
一
一
一
頁
以
下
）
自
動
車
一
斉
検
問
に
係
る
最
決
昭
和
五
五
年
九
月
二
二
日
刑
集
三
四
巻
五
号
二
七

二
頁
も
、
「
警
察
法
二
条
一
項
が
「
交
通
の
取
締
を
」
警
察
の
責
務
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
」
警
察
の
諸
活
動
は
任
意
手
段
に
よ
る
限
り
許

容
さ
れ
る
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
苧
察
法
二
条
を
警
察
活
動
の
法
的
根
拠
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
明
言
し
て
は
い
な
い
も
の

の
、
同
条
が
責
務
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
不
可
欠
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

（
4
6
）
　
宍
戸
氏
や
小
谷
氏
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
　
（
ロ
）
　
（
組
織
規
範
説
）
を
批
判
し
て
い
る
　
（
宍
戸
・
前
掲
二
一
四
頁
以
下
、
小
谷
・
前
掲
一
〇
〇
頁
）
。

な
お
次
註
参
照
。
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（
4
7
）
　
現
在
組
銑
規
範
説
は
全
部
留
保
説
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
と
侵
害
留
保
説
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
　
（
立
崎
・
前
掲
一
四
八

頁
）
。
こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
小
谷
氏
や
昭
和
五
五
年
最
判
は
組
払
規
範
説
（
小
谷
氏
の
場
合
は
権
力
留
保
説
と
、
最
判
は
侵
害
留
保
説
と
夫
々
組
み
合
わ

せ
ら
れ
た
も
の
）
　
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
立
崎
氏
は
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
、
侵
害
留
保
説
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
組
織
規
範
説
を
警
察
法
二
条
の
理
解
に
関
す
る
警
察
実
務
の
通
説
と
し
て
い
る

（
同
旨
、
小
林
・
前
掲
一
〇
一
頁
以
下
）
。
こ
れ
は
一
般
的
根
拠
規
範
説
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
警
察
法
二
条
組
織
規
範
説
を
貫
徹
す
る
こ

と
が
判
例
及
び
警
察
実
務
の
趨
勢
の
中
で
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
た
藤
田
博
士
（
前
掲
三
八
七
頁
）
と
は
懸
隔
が
あ
る
。
尤
も
、
以
前
暫
察
実
務
が
組
織
規

範
説
を
批
判
し
て
い
た
際
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
同
説
を
取
る
こ
と
に
よ
り
任
意
手
段
を
含
め
た
警
察
活
動
が
法
律
上
の
根
拠
を
欠
く
こ
と
と
な

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
（
例
え
ば
宍
戸
・
前
掲
二
一
五
頁
）
、
そ
れ
故
こ
こ
で
の
組
織
規
範
説
は
全
部
留
保
説
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
曾
て
の

、
批
判
対
象
が
警
察
実
務
の
通
説
と
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。

（
4
8
）
　
藤
田
・
前
掲
三
八
〇
頁
以
下
。

（
4
9
）
　
註
（
2
3
）
参
照
。

（
5
0
）
　
責
務
規
範
が
責
務
遂
行
を
義
務
づ
け
る
と
の
言
明
は
、
藤
田
博
士
の
叙
述
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
三
九
〇
頁
以
下
）
、
責
務
規
定
の
存
在
が

権
限
行
使
の
裁
量
判
断
に
当
た
り
掛
酌
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
責
務
規
範
の
内
容
か
ら
は
必
然
的
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

裁
量
判
断
に
当
た
り
勘
酌
さ
れ
る
と
い
う
の
は
寧
ろ
、
こ
れ
迄
行
政
法
学
で
い
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
規
制
規
範
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
ク
ネ
マ
イ

ヤ
ー
等
や
我
国
の
　
（
バ
ー
2
）
　
の
よ
う
に
、
責
務
規
範
に
責
務
遂
行
を
義
務
づ
け
る
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
責
務
規
範
の
性
格
と
相
容
れ
な
い

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
或
る
規
範
は
責
務
規
範
と
規
制
規
範
の
両
者
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
い
え

よ
、
つ
。

な
お
こ
の
点
に
関
連
し
、
ク
ネ
マ
イ
ヤ
ー
が
、
任
務
規
範
か
ら
権
限
規
範
を
推
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
つ
つ
前
者
が
警
察
活
動
を
義
務
づ
け
る
と

し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
ロ
王
す
る
所
説
が
あ
る
が
　
（
米
田
雅
宏
「
現
代
国
家
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
可
能
性
（
二
・
完
）
」
法
学
七
〇
巻
二
号
二
八
頁

註
三
八
）
、
或
る
規
範
を
権
限
規
範
で
な
い
と
述
べ
る
こ
と
は
、
当
該
規
範
が
行
政
活
動
の
義
務
づ
け
を
行
な
う
と
み
る
こ
と
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。

任
務
規
範
で
あ
っ
て
も
右
の
意
味
で
の
規
制
規
範
と
し
て
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
任
務
規
範
と
し
て
の
性
格
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
抑
々

我
国
の
　
（
ハ
1
2
）
　
は
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
5
1
）
　
ド
イ
ツ
の
判
例
の
よ
う
に
任
務
規
定
が
警
告
の
根
拠
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
こ
で
の
任
務
規
定
は
法
律
の
留
保
原
則
に
い
う
根
拠
規
範
と
し
て
性
格
づ
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け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
参
照
、
藤
田
「
行
政
組
織
法
論
の
あ
り
方
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
一
九
頁
以
下
。

（
5
2
）
　
ド
イ
ツ
の
学
説
の
中
に
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
に
限
ら
ず
一
般
的
に
、
非
侵
害
活
動
に
就
い
て
は
責
務
規
範
に
よ
る
根
拠
で
足
り
る
が
侵
害

活
動
に
就
い
て
は
そ
れ
と
は
別
に
権
限
規
範
に
よ
る
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
　
（
F
 
P
．
S
c
h
m
a
t
z
．
D
i
c
 
G
r
e
P
Z
昌
d
c
s

O
p
p
0
1
F
ロ
i
蛋
名
1
－
已
i
p
～
i
m
h
e
u
t
i
g
c
n
d
e
u
t
s
c
h
e
n
P
O
－
甘
C
5
．
C
h
t
L
繁
華
S
．
－
怠
＞
ロ
ヨ
．
監
可
－
S
．
－
票
い
W
．
R
．
S
c
h
e
昇
C
も
．
a
．
〇
．
）
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
本
文
で

述
べ
た
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。

（
鬱
　
こ
の
点
で
、
同
じ
く
任
務
規
定
を
援
用
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
が
法
律
の
留
保
の
延
長
上
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
異
な
る
。

（
5
4
）
　
一
（
1
）
　
（
b
）
参
照
。
な
お
以
下
の
点
は
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
も
当
て
は
ま
る
　
（
＜
早
．
F
．
〇
s
s
e
n
b
夢
二
n
舞
う
ヨ
e
l
l
e
s
H
O
h
e
i
t
s
h
a
n
d
e
－
n
－

S
．
U
ご
戸
P
h
i
－
i
p
p
も
．
a
．
O
．
）
。

（
睾
　
塩
野
r
行
政
法
Ⅲ
」
（
第
三
版
）
一
二
頁
以
下
、
稲
葉
「
内
閣
・
国
家
行
政
組
織
制
度
」
公
法
研
究
五
九
号
〓
ハ
五
頁
。

（
堕
　
こ
の
場
合
に
法
律
の
形
式
か
否
か
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
行
政
組
織
の
あ
り
方
に
対
す
る
議
会
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
私
人
の
権
利
救
済
が
問
題
と

な
る
局
面
等
に
於
て
で
あ
る
　
（
前
者
に
つ
き
参
照
、
藤
田
「
行
政
組
織
法
」
〔
有
斐
閣
版
〕
一
五
頁
、
八
八
頁
註
三
七
）
。

（
5
7
）
　
本
文
で
み
た
よ
う
に
行
政
機
関
に
対
す
る
活
動
委
任
の
意
義
が
組
紙
規
範
に
認
め
ら
れ
る
と
み
る
な
ら
ば
、
当
該
組
紙
規
範
が
法
律
の
形
式
を
取
る
場
合

に
は
そ
の
活
動
委
任
も
立
法
者
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
他
方
で
、
例
え
ば
我
国
で
各
省
設
置
法
が
法
律
の
形
式
で
定
め
ら

れ
た
の
は
行
政
組
織
の
あ
り
方
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
見
地
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
内
部
部
局
の
設
置
・
所
掌
事
務
を
定
め

る
規
定
の
法
形
式
を
巡
る
議
論
に
於
て
顕
著
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
参
照
、
稲
葉
「
行
政
組
織
編
成
権
論
」
〔
r
行
政
組
織
の
法
理
諭
し
所
収
〕
二
四
五

頁
以
下
。
ま
た
、
藤
田
・
前
掲
六
二
頁
以
下
）
。

な
お
、
組
織
法
と
作
用
法
の
夫
々
で
立
法
が
な
さ
れ
る
場
合
両
者
の
趣
旨
に
は
相
違
が
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
小
林
・
前
掲
二
九
頁
以
下

（
ま
た
、
藤
田
r
行
政
法
I
L
〔
第
四
版
改
定
版
〕
八
五
頁
以
下
、
八
九
頁
註
七
、
稲
葉
こ
前
掲
二
六
〇
頁
を
参
照
）
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
行
政
指
導
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
従
来
の
議
論
に
於
て
は
、
そ
こ
で
の
法
的
根
拠
と
は
何
か
と
い
う
こ



到聴封に拠根的法の導指政行一〃

と
に
就
い
て
の
理
論
的
整
理
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
行
政
活
動
の
法
的
根
拠
に
就
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、

法
治
主
義
的
保
護
乃
至
民
主
的
正
当
化
の
要
請
を
伴
う
法
律
の
留
保
原
則
の
見
地
か
ら
、
私
人
に
対
し
て
行
政
活
動
が
な
さ
れ
る
際
に
一

定
の
要
件
を
課
す
る
場
合
と
、
同
原
則
と
は
無
関
係
に
、
ま
た
私
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
行
政
機
関
が
行

政
活
動
を
行
な
う
際
に
要
求
さ
れ
る
要
件
一
般
が
問
題
と
な
る
場
合
と
が
区
別
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
行
政
指
導
に
法
律
の
根
拠

は
不
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
右
の
第
一
の
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
於
て
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
活
動
の
法
的
根
拠
と
し
て
任
務
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
収
賄
罪
と
の
関
係
で
行
政

指
導
が
問
題
と
な
っ
た
我
国
の
判
例
で
各
省
設
置
法
の
所
掌
事
務
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
と
き
は
、
右
の
第
二
の
場
合
が
念
頭
に
置
か
れ
て

い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
行
政
機
関
は
所
掌
事
務
規
定
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
行
政
指
導
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同

規
定
が
行
政
指
導
の
根
拠
規
定
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
定
を
単
な
る
枠
規
定
と
み
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
は
何

故
行
政
指
導
を
な
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ち
す
る
な
ら
ば
、
行
政
機
関
が
行
政
指
導
を
行
な
う
為
の
要
件
は
、
行
政
組
織
の
対
内
的
権
限
を
規
律
す

る
も
の
と
同
様
の
原
理
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
我
国
の
場
合
行
政
指
導
は
屡
々
局
長
や
課
長
と
い

っ
た
名
義
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
行
政
作
用
法
の
見
地
か
ら
は
行
政
の
内
部
に
留
ま
り
対
外
的
に
表
わ
れ
る
も
の
で
は

な
い
行
政
機
関
も
、
対
内
的
権
限
を
行
使
す
る
場
合
と
同
様
の
活
動
主
体
と
し
て
対
外
的
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

（1）る
。
ま
た
そ
こ
で
は
行
政
規
則
の
法
形
式
を
持
つ
組
織
規
範
も
権
限
を
規
律
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
行
政
を
め
ぐ
る
法
関
係
を
行

政
の
内
部
関
係
、
外
部
関
係
に
区
別
し
た
上
で
、
そ
の
夫
々
に
就
い
て
異
な
っ
た
法
原
理
が
支
配
す
る
も
の
と
し
て
説
明
を
な
す
こ
と
に

対
す
る
再
検
討
を
迫
る
も
の
と
も
い
え
る
。
行
政
指
導
は
私
人
に
対
し
て
も
行
な
わ
れ
る
事
実
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
は
外
部
関
係
に
属
す

（2）

る
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
の
内
部
関
係
に
於
け
る
法
原
理
も
こ
れ
を
規
律
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
1
）
　
所
謂
語
学
上
の
行
政
機
関
の
概
念
は
行
政
官
庁
の
そ
れ
と
異
な
り
対
外
的
活
動
・
対
内
的
活
動
の
区
別
を
射
程
に
含
め
る
も
の
で
は
な
い
。
参
照
、
森
田

r
行
政
機
関
と
内
閣
府
」
　
二
二
頁
以
下
。

（
2
）
　
こ
の
点
と
関
連
し
て
な
お
参
照
、
松
戸
「
組
紙
法
と
作
用
法
」
（
芝
地
・
小
早
川
・
字
訳
編
r
行
政
法
の
争
点
」
〔
第
三
版
〕
所
収
）
一
七
頁
。

【
追
記
】
　
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
関
西
行
政
法
研
究
会
並
び
に
広
島
公
法
研
究
会
に
於
い
て
報
告
を
行
な
い
、
執
筆
の
際
に
は
そ
こ
で
の
議
論
を

参
考
に
し
て
い
る
。
出
席
さ
れ
た
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。




